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「
あ
と
３０
分
で
、
只
見
の
宿
で
す

ね
」
と
、
私
が
言
う
と
、
同
乗
者
が

「
早
く
冷
え
た
花は

な
い
ず
み
泉
が
呑
み
た
い
も

の
だ
」と
答
え
る
場
所
が
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、
少
し
休
憩
を
と
り
、
田
子

倉
湖
を
遠
望
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
り

ま
す
。

そ
こ
は
、
六
十
里
越
開
道
記
念
碑

の
石
碑
が
立
っ
て
い
る
場
所
で
、
国

道
２
５
２
号
線
が
開
通
し
た
と
き
に

建
て
ら
れ
た
も
の
で
す
。
碑
を
読
む

と
、
昭
和
４８
年
９
月
１１
日
建
立
と
あ

り
ま
す
。
す
で
に
、
私
は
小
学
校
に

通
っ
て
い
る
頃
で
、
そ
れ
ほ
ど
の
昔

で
は
な
い
の
で
す
。

今
の
高
校
生
に
、
戦
後
の
映
像
を

見
せ
て
違
和
感
が
な
く
な
る
年
代
は

と
訊き

く
と
、「
昭
和
４５
年
の
大
阪
万

国
博
覧
会
の
フ
ィ
ル
ム
の
こ
ろ
か
ら

で
す
ね
」
と
答
え
る
そ
う
で
す
。
し

か
し
、
昭
和
４８
年
に
な
っ
て
開
通
し

た
と
こ
ろ
に
只
見
の
辛
さ
が
あ
る
の

で
す
。

只
見
に
着
く
と
、
私
は
必
ず
と

い
っ
て
い
い
ほ
ど
向
か
う
場
所
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
は
河
井
継
之
助
記
念

館
で
す
。
こ
の
記
念
館
は
、
六
十
里

越
国
道
の
開
通
よ
り
も
早
く
昭
和
４１

年
に
開
館
し
て
い
ま
す
。
河
井
継
之

助
フ
ァ
ン
で
あ
る
私
は
、
記
念
館
の

手
前
の
叶
津
番
所
で
蒲
生
岳
を
見
上

げ
る
と
き
に
、「
瀕
死
の
継
之
助
は
、

こ
の
山
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ

ろ
う
か
」
と
、物
思
い
に
ふ
け
ま
す
。

蒲
生
岳
は
雪
食
地
形
を
象
徴
す
る
只

見
町
を
代
表
す
る
山
で
、
会
津
の

マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
と
も
呼
ば
れ
て
い

ま
す
。

只
見
は
、
河
井
継
之
助
フ
ァ
ン
に

と
っ
て
聖
地
の
よ
う
な
場
所
で
す

が
、
一
般
の
旅
行
者
か
ら
見
る
と
ご

く
標
準
的
な
風
景
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
唯
一
、
雪
食
地
形
に
よ
り

急
峻
な
山
々
が
あ
る
点
や
全
国
屈
指

の
ブ
ナ
の
天
然
林
が
あ
る
こ
と
な
ど

が
他
の
山
間
農
村
地
と
異
な
り
ま
す
。

さ
て
、
継
之
助
フ
ァ
ン
が
、
只
見

の
風
景
が
何
処
か
に
似
て
い
る
と
問

わ
れ
れ
ば
、
間
違
い
な
く
岡
山
県
高た

か

梁は
し

市
と
答
え
ま
す
。
幕
末
時
、
河
井

継
之
助
の
師
、
山や

ま

田だ

方ほ
う

谷こ
く

が
い
た
備

中
松
山
藩
の
地
で
す
。
継
之
助
も
半

年
間
、
方
谷
の
も
と
で
『
経け

い
せ
い
さ
い

世
済

民み
ん

』
に
つ
い
て
学
ん
で
い
ま
す
。

備
中
松
山
は
、
高
梁
川
の
両
岸
を

山
で
挟
ま
れ
た
地
で
、
城
下
町
付
近

だ
け
が
わ
ず
か
に
開
け
て
い
る
程
度

で
す
。
継
之
助
が
方
谷
の
も
と
に
い

た
長
瀬
の
塾
は
、
只
見
よ
り
、
は
る

か
に
両
岸
の
山
が
迫
っ
て
い
ま
す
。

日
の
出
が
遅
く
日
の
入
り
が
早
い
の

で
す
。
こ
れ
は
、
高
梁
川
の
流
量
が

少
な
い
た
め
大
き
な
洲
が
で
き
ず
、

川
幅
が
狭
い
た
め
で
す
。

河
井
継
之
助
が
、
塩
沢
で
亡
く
な

る
直
前
、
傍そ

ば

に
い
た
用
人
に
、「
継

之
助
は
、『
方
谷
先
生
の
云
い
つ
け

を
守
っ
た
』
と
伝
え
て
く
れ
」
と
話

し
、
ま
た
、
継
之
助
の
愛
弟
子
、

外と

や

ま山
脩し

ゅ
う
ぞ
う
造
に
は
、
師
の
方
谷
先
生
の

教
え
を
語
っ
て
い
ま
す
。

「
俺
が
死
ね
ば
、
侍
は
終
り
よ
。

寅と
ら

（
外
山
脩
造
）
や
、
お
前
は
商
人

に
な
り
ゃ
っ
さ
い
」
と
言
っ
て
い
る

の
で
す
。

継
之
助
は
、只
見
の
風
景
を
見
て
、

備
中
松
山
、
長
瀬
の
塾
の
こ
と
を
思

い
出
し
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

師
の
山
田
方
谷
は
、
河
井
継
之
助

の
死
を
知
り
、
の
ち
に
、
河
井
家
か

ら
文ふ

み

を
依
頼
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ

れ
を
断
り
、「
石い

し
ぶ
み碑
を
書
く
も
恥
ず

か
し
死
に
お
く
れ
」
と
詠よ

ん
で
い
ま

す
。こ

の
二
つ
の
山
間
の
地
を
方
谷
と

継
之
助
が
結
び
つ
け
ま
し
た
。只
見
、

高
梁
の
両
地
は
、
河
井
継
之
助
が
生

ま
れ
育
っ
た
越
後
平
野
、
長
岡
の
城

下
町
に
は
な
い
風
景
な
の
で
す
。

と
っ
て
お
き
の
話
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▲

山
田
方
谷
の
長
瀬
の
塾
（
現
Ｊ
Ｒ
方
谷
駅
）

か
ら
み
た
風
景
。
丸
は
、
河
井
継
之
助
が
見

送
る
方
谷
に
礼
を
し
た
見
返
り
の
大
榎

▼
今
月
号
か
ら
小お

な名
さ
ん
に
よ

る
６
回
の
歴
史
連
載
が
は
じ
ま

り
ま
す
。
埼
玉
県
の
本
田
技
研

工
業
㈱
に
勤
務
、
戊
辰
戦
争
に

ま
つ
わ
る
史
跡
を
訪
ね
、
歴
史

を
探
る
行
動
は
神
出
鬼
没
、
幕

末
志
士
を
追
っ
て
日
本
中
を
駆

け
巡
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

▼
河
井
継
之
助
の
魅
力
に
惹
か

れ
て
毎
年
来
町
さ
れ
、
只
見
の

墓
前
祭
で
も
お
な
じ
み
の
方
で

す
。

▼
『
戊
辰
戦
争
を
歩
く
』（
光

人
社
）「
長
岡
・
只
見
を
歩
く
、

上
野
戦
争
」
を
執
筆
。
週
刊
朝

日
別
冊M

O
O
K

『
週
刊
司
馬

遼
太
郎
Ⅱ　
「
峠
」
の
世
界　

八
十
里
越
』
に
も
登
場
さ
れ
て

い
ま
す
。

▼
全
国
的
な
視
野
か
ら
見
た
只

見
の
と
っ
て
お
き
を
語
っ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

河
井
継
之
助
が
愛
し
た
風
景


